
書

評

関
根
淳
著
『
六
国
史
以
前
日
本
書
紀
へ
の
道
の
り
』久

保
田

涼

哉

令
和
三
年
四
月
十
日
発
行

皇
學
館
論
叢
第
五
十
四
巻
第
一
号

抜
刷



書

評

皇
學
館
論
叢

第
五
十
四
巻
第
一
号

令

和

三

年

四

月

十

日

関
根
淳
著
﹃
六
国
史
以
前

日
本
書
紀
へ
の
道
の
り
﹄

久
保
田

涼

哉

先
日
︑
吉
川
弘
文
館
よ
り
刊
行
さ
れ
た
﹃
六
国
史
以
前

日
本
書
紀
へ

の
道
の
り
﹄
︵
以
下
︑﹁
本
書
﹂
と
称
す
る
︶
は
︑
中
高
一
貫
校
に
お
い
て

教
鞭
を
と
ら
れ
て
い
る
関
根
淳
氏
︵
以
下
︑﹁
著
者
﹂
と
称
す
る
︶
が
︑

こ
れ
ま
で
に
進
め
て
こ
ら
れ
た
古
代
の
﹁
史
書
﹂
史
で
の
研
究
成
果
を
も

と
に
新
た
な
見
解
を
ふ
ん
だ
ん
に
盛
り
込
ん
で
上
梓
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒

﹁
六
国
史
﹂
と
い
え
ば
︑
古
代
に
お
け
る
律
令
国
家
が
公
式
に
編
纂
し

た
歴
史
書
︵
国
史
︶
の
総
称
で
あ
り
︑
﹃
日
本
書
紀
﹄﹃
続
日
本
紀
﹄
﹃
日

本
後
紀
﹄
﹃
続
日
本
後
紀
﹄
﹃
日
本
文
徳
天
皇
実
録
﹄﹃
日
本
三
代
実
録
﹄

の
六
書
が
数
え
ら
れ
る
︒﹃
六
国
史
﹄
を
主
題
と
し
た
一
般
向
け
の
研
究

文
献
で
は
︑
坂
本
太
郎
氏
の
﹃
六
国
史
﹄︵
吉
川
弘
文
館
︑
平
成
六
年
︶

が
主
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
が
︑
本
書
で
は
対
象
と
す
る
時
代
を
さ
か
の
ぼ

り
︑﹃
日
本
書
紀
﹄
成
立
以
前
か
ら
存
在
し
た
史
書
を
主
題
と
し
て
い
る
︒

今
回
︑
本
書
を
紹
介
す
る
機
会
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
︑
軽
輩
な
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が
ら
私
︵
以
下
︑
﹁
評
者
﹂
と
称
す
る
︶
が
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
く
︒

ま
ず
︑
本
書
の
構
成
は
左
の
通
り
で
あ
る
︒

﹁
記
紀
﹂
以
外
の
古
代
史
書
︱
プ
ロ
ロ
ー
グ

帝
紀
・
旧
辞
と
倭
王
権

五
・
六
世
紀
の
史
書

帝
紀
・
旧
辞
と
津
田
左
右
吉

帝
紀
の
関
連
資
料

帝
紀
の
文
字
化

雄
略
朝
と
い
う
時
代

旧
辞
の
内
容
と
構
造

倭
王
権
と
帝
紀
・
旧
辞

推
古
朝
の
国
政
と
天
皇
記
・
国
記

七
世
紀
初
め
の
史
書

天
皇
記
と
国
記
の
史
料

﹁
臣
連
伴
造
国
造
百
八
十
部
并
て
公
民
等
の
本
記
﹂
の
考
察

王
統
譜
と
し
て
の
天
皇
記

氏
族
系
譜
と
し
て
の
国
記

推
古
朝
の
内
外
情
勢

上
宮
王
家
の
﹃
上
宮
記
﹄

七
世
紀
前
半
の
史
書

﹃
上
宮
記
﹄
の
逸
文

﹃
上
宮
記
﹄
と
記
・
紀
の
関
係

﹃
上
宮
記
﹄
の
関
連
史
料

舒
明
朝
の
政
治
情
勢

上
宮
家
の
滅
亡
と
﹃
上
宮
記
﹄

﹃
古
事
記
﹄
の
政
治
史

七
世
紀
後
半
の
史
書

﹃
古
事
記
﹄
へ
の
ス
タ
ン
ス

﹃
古
事
記
﹄
序
文
と
天
武
十
〇
年
紀

﹁
記
紀
﹂
は
両
立
す
る
か
？

序
文
と
本
文
の
関
係

﹃
古
事
記
﹄
の
系
譜
記
事

古
代
の
音
韻
と
読
書
環
境

〝
偽
書
〟
の
作
り
方

﹃
古
事
記
﹄
と
天
皇
記
・
蘇
我
氏

﹃
古
事
記
﹄
の
創
出

そ
し
て
﹃
日
本
書
紀
﹄
へ
︱
エ
ピ
ロ
ー
グ

以
下
︑
本
書
の
内
容
を
紹
介
し
た
う
え
で
︑
最
後
に
評
者
自
身
が
気
に

な
っ
た
こ
と
を
い
く
つ
か
指
摘
し
て
い
き
た
い
︒

ま
ず
︑﹁
﹁
記
紀
﹂
以
外
の
古
代
史
書
﹂
で
は
︑
十
世
紀
後
半
の
﹁
講
書
﹂

と
呼
ば
れ
る
﹃
日
本
書
紀
﹄
の
講
義
の
場
に
お
け
る
講
師
と
受
講
生
の
や

り
取
り
︵﹃
日
本
書
紀
私
記
﹄
所
収
︶
か
ら
︑
﹃
日
本
書
紀
﹄
を
読
解
す
る

上
で
の
参
考
書
と
し
て
あ
げ
ら
れ
た
﹃
先
代
旧
事
本
紀
﹄
や
﹃
上
宮
記
﹄︑

﹃
古
事
記
﹄
な
ど
の
史
書
に
関
す
る
概
略
が
な
さ
れ
て
い
る
︒

関
根
淳
著
﹃
六
国
史
以
前

日
本
書
紀
へ
の
道
の
り
﹄︵
久
保
田
︶
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次
に
︑
﹁
帝
紀
・
旧
辞
と
倭
王
権
﹂
で
は
︑
大
王
家
の
血
縁
関
係
を
記

し
た
系
譜
や
そ
れ
に
関
す
る
出
来
事
を
記
し
た
と
さ
れ
る
帝
紀
と
帝
紀
以

外
の
昔
の
物
語
を
記
し
た
と
さ
れ
る
旧
辞
を
中
心
と
し
た
分
析
が
展
開
さ

れ
て
い
る
︒
著
者
は
︑
津
田
左
右
吉
氏
が
提
唱
し
︑
現
在
の
通
説
と
な
っ

て
い
る
帝
紀
と
旧
辞
の
成
立
時
期
︵
欽
明
朝
説
︶
を
検
証
し
た
上
で
そ
の

問
題
点
を
指
摘
し
て
い
る
︒
そ
し
て
個
々
の
性
質
を
分
析
し
た
結
果
︑

元
々
口
承
で
伝
わ
っ
て
い
た
そ
れ
ら
が
史
書
と
し
て
文
字
化
さ
れ
︑
は
じ

め
に
成
立
す
る
の
が
︑
帝
紀
は
雄
略
朝
︑
旧
辞
は
推
古
朝
で
は
な
い
か
と

し
て
い
る
︒

続
い
て
︑
﹁
推
古
朝
の
国
政
と
天
皇
記
・
国
記
﹂
で
は
︑
推
古
朝
に
編

纂
が
は
じ
ま
っ
た
と
さ
れ
る
天
皇
記
と
国
記
に
つ
い
て
の
考
察
が
な
さ
れ

て
い
る
︒
著
者
は
︑
﹃
日
本
書
紀
﹄
の
推
古
天
皇
二
十
八
年
に
天
皇
記
と

国
記
が
編
纂
さ
れ
た
と
伝
え
る
記
事
と
そ
れ
ら
が
皇
極
天
皇
四
年
の
乙
巳

の
変
直
後
に
焼
失
し
そ
う
に
な
っ
た
が
︑
国
記
の
み
が
火
中
か
ら
取
り
出

さ
れ
︑
中
大
兄
皇
子
に
献
上
さ
れ
た
記
事
に
着
目
す
る
︒
そ
し
て
︑
そ
れ

ら
記
事
の
記
述
の
違
い
か
ら
︑
従
来
は
あ
く
ま
で
も
推
古
紀
の
編
纂
記
事

が
メ
イ
ン
で
あ
り
︑
そ
の
後
日
談
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
皇
極
紀
の
焼
失

記
事
で
あ
る
が
︑
実
は
よ
り
重
視
す
べ
き
な
の
は
後
者
の
方
で
は
な
い
か

と
指
摘
し
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑
推
古
天
皇
二
十
八
年
︵
六
二
〇
︶
が
推
古

天
皇
の
父
で
あ
る
欽
明
天
皇
の
崩
御
後
五
十
年
に
あ
た
る
と
の
笹
川
尚
紀

氏
に
よ
る
先
行
研
究
︵﹁
推
古
朝
の
修
史
に
か
ん
す
る
基
礎
的
考
察
﹂﹃
日

本
書
紀
成
立
攷
﹄
所
収
︑
平
成
二
十
二
年
︵
二
〇
一
〇
︶
初
出
︶
を
受
け

て
︑﹃
天
皇
記
﹄
は
王
統
譜
と
し
て
︑
神
代
か
ら
始
ま
り
欽
明
王
統
と
蘇

我
氏
出
身
の
娘
と
の
間
に
生
ま
れ
た
子
に
よ
っ
て
王
位
を
継
承
さ
れ
て
い

く
新
た
な
王
族
の
確
立
を
目
的
と
し
て
推
古
朝
ま
で
を
範
囲
に
蘇
我
氏
に

よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
と
し
て
い
る
︒
一
方
︑
﹃
国
記
﹄
は
従
来
︑
編
年
体

の
史
書
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
が
︑
推
古
紀
に
み
え
る
﹁
臣
連
伴
造
国
造

百
八
十
部
并
て
公
民
等
の
本
記
﹂
と
の
注
記
や
嵯
峨
朝
の
弘
仁
六
年

︵
八
一
五
︶
に
成
立
し
た
﹃
新
撰
姓
氏
録
﹄
序
か
ら
考
え
て
氏
族
系
譜
で

あ
る
と
見
る
べ
き
だ
と
指
摘
し
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑﹃
国
記
﹄
に
記
さ
れ

て
い
た
そ
れ
ま
で
の
氏
族
系
譜
が
天
智
朝
に
お
け
る
庚
午
年
籍
や
そ
の
後

の
令
制
戸
籍
に
引
き
継
ぐ
役
割
を
担
っ
た
と
し
て
い
る
︒

次
の
﹁
上
宮
王
家
の
﹃
上
宮
記
﹄﹂
で
は
︑
聖
徳
太
子
︵
厩
戸
皇
子
︶

の
一
族
で
あ
る
上
宮
王
家
に
ま
つ
わ
る
史
書
と
さ
れ
る
﹃
上
宮
記
﹄
を
主

題
と
し
て
い
る
︒
こ
の
﹃
上
宮
記
﹄
も
ま
た
現
存
し
な
い
が
︑
数
々
の
研

究
の
中
に
は
﹃
日
本
書
紀
﹄
の
講
書
の
中
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
偽
書
で
は

な
い
か
と
い
っ
た
も
の
も
あ
っ
た
と
い
う
︒
し
か
し
︑
著
者
は
︑
舒
明
朝

以
降
に
み
ら
れ
る
上
宮
王
家
と
蘇
我
氏
の
分
裂
に
着
目
し
︑
劣
勢
と
な
っ

て
い
く
上
宮
王
家
の
政
治
勢
力
を
挽
回
す
る
た
め
に
︑
蘇
我
氏
が
作
成
し

た
と
す
る
﹃
天
皇
記
﹄
に
対
抗
す
る
目
的
で
︑
同
史
書
が
編
纂
さ
れ
た
の

で
は
な
い
か
と
指
摘
し
て
い
る
︒
し
た
が
っ
て
著
者
の
結
論
は
︑﹃
上
宮

記
﹄
は
上
宮
王
家
が
編
纂
し
た
帝
紀
で
あ
り
︑﹃
天
皇
記
﹄
の
異
本
で
あ
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る
と
し
て
い
る
︒

次
に
﹁
﹃
古
事
記
﹄
の
政
治
史
﹂
で
は
︑﹃
日
本
書
紀
﹄
と
並
び
称
せ
ら

れ
る
こ
と
も
多
く
誰
も
が
知
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
﹃
古
事
記
﹄
を
主
題
と

し
て
い
る
︒
こ
の
﹃
古
事
記
﹄
に
対
す
る
歴
史
学
の
立
場
か
ら
の
位
置
付

け
こ
そ
︑
本
書
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
あ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
︒

著
者
は
﹃
古
事
記
﹄
を
︑
そ
の
序
文
が
後
の
世
に
付
け
加
え
ら
れ
た
と
す

る
︑
三
浦
佑
之
氏
ら
の
﹁
序
偽
作
説
﹂
に
賛
同
す
る
立
場
か
ら
同
書
を
検

討
し
て
い
る
︒
ま
た
︑﹃
古
事
記
﹄
と
﹃
日
本
書
紀
﹄
の
二
つ
の
史
書
を
同

時
に
編
纂
し
︑
存
立
さ
せ
る
歴
史
的
に
意
味
を
考
え
た
と
き
に
従
来
の
諸

説
で
は
説
明
し
き
れ
な
い
こ
と
か
ら
著
者
は
﹃
古
事
記
﹄
と
﹃
日
本
書
紀
﹄

は
並
立
し
な
い
史
書
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
︒
そ
し
て
︑﹃
古
事
記
﹄
に

は
聖
徳
太
子
︵
厩
戸
皇
子
︶
に
関
す
る
記
事
が
全
く
な
い
こ
と
に
着
目
し
︑

逆
に
聖
徳
太
子
の
系
統
で
あ
る
上
宮
王
家
を
滅
ぼ
す
こ
と
に
な
る
蘇
我
氏

を
優
遇
す
る
よ
う
な
記
述
が
随
所
に
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
︒

そ
の
う
え
で
著
者
が
導
い
た
結
論
は
︑﹃
古
事
記
﹄
の
氏
族
系
譜
に
み

え
る
建
内
宿
禰
の
系
譜
か
ら
蘇
我
氏
︑
特
に
蘇
我
倉
山
田
石
川
麻
呂
に
関

係
す
る
と
み
ら
れ
る
出
自
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
︑﹃
古
事
記
﹄

の
本
文
は
あ
く
ま
で
蘇
我
倉
山
田
氏
と
い
う
豪
族
に
ま
つ
わ
る
﹃
帝
紀
﹄

の
異
本
で
あ
り
︑
七
世
紀
後
半
に
成
立
し
た
と
み
た
も
の
で
あ
る
︒

さ
ら
に
︑
こ
の
﹃
帝
紀
﹄
の
異
本
が
﹃
古
事
記
﹄
と
し
て
出
現
す
る
の

が
︑
嵯
峨
朝
に
お
け
る
弘
仁
年
度
の
﹃
日
本
書
紀
﹄
の
講
書
の
際
で
あ
り
︑

こ
の
と
き
の
講
書
で
主
任
講
師
の
立
場
で
あ
っ
た
太
安
万
侶
の
子
孫
で
あ

る
多
人
長
が
関
与
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
た
︒
太
安
万
侶
は
︑﹃
古

事
記
﹄
を
編
纂
し
た
と
さ
れ
る
人
物
で
あ
る
︒
そ
の
理
由
と
し
て
︑
著
者

は
多
人
長
が
﹃
日
本
書
紀
﹄
を
訓
読
す
る
た
め
に
必
要
な
参
考
書
と
さ
れ

て
い
た
﹃
上
宮
記
﹄
な
ど
と
同
等
の
書
物
を
探
し
て
い
た
際
︑
こ
の
蘇
我

倉
山
田
氏
の
系
統
の
歴
史
叙
述
で
あ
る
帝
紀
の
異
本
＝
﹃
古
事
記
﹄
を
探

し
だ
し
た
の
で
は
な
い
か
と
し
て
い
る
︒
平
安
時
代
初
期
の
頃
は
﹃
古
事

記
﹄
自
体
︑
特
別
な
書
物
で
は
な
く
︑
あ
く
ま
で
﹃
日
本
書
紀
﹄
を
読
解

す
る
た
め
の
参
考
書
の
一
冊
に
過
ぎ
な
か
っ
た
︒
と
こ
ろ
が
記
紀
そ
れ
ぞ

れ
の
位
置
付
け
が
転
換
し
︑
﹃
古
事
記
﹄
が
特
別
な
意
味
を
持
つ
よ
う
に

な
る
の
が
江
戸
時
代
の
本
居
宣
長
以
降
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
︒

最
後
︑﹁
そ
し
て
﹃
日
本
書
紀
﹄
へ
﹂
で
は
︑
壬
申
の
乱
に
勝
利
し
た

の
ち
に
即
位
し
た
天
武
天
皇
が
律
令
の
整
備
と
と
も
に
国
家
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
を
樹
立
す
る
た
め
に
﹃
日
本
書
紀
﹄
の
編
纂
を
命
じ
て
︑
元
正
朝
に

完
成
す
る
ま
で
を
概
観
し
て
い
る
︒
そ
し
て
︑﹃
日
本
書
紀
﹄
完
成
の
翌

年
の
養
老
五
年
︵
七
二
一
︶
か
ら
始
ま
っ
た
﹁
講
書
﹂
の
儀
式
が
朝
廷
に

よ
る
国
史
編
纂
が
終
了
し
た
平
安
時
代
中
期
と
同
時
期
に
途
絶
え
る
こ
と

を
指
摘
し
て
い
る
︒
全
体
の
む
す
び
と
し
て
︑
著
者
は
史
書
を
編
纂
す
る

こ
と
は
そ
の
集
団
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
打
ち
立
て
る
こ
と
で
あ

り
︑
古
代
日
本
に
お
け
る
史
書
史
は
﹃
日
本
書
紀
﹄
へ
の
道
の
り
で
あ
る

こ
と
を
提
示
し
︑
本
書
を
締
め
く
く
っ
て
い
る
︒

関
根
淳
著
﹃
六
国
史
以
前

日
本
書
紀
へ
の
道
の
り
﹄︵
久
保
田
︶
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以
上
︑
本
書
の
内
容
を
簡
単
に
紹
介
し
て
き
た
︒

評
者
自
身
︑
今
ま
で
﹃
古
事
記
﹄
は
元
明
朝
に
成
立
し
︑﹃
日
本
書
紀
﹄

と
並
び
称
さ
れ
て
き
た
︑
と
信
じ
て
疑
っ
て
こ
な
か
っ
た
︒
し
か
し
︑
本

書
に
お
い
て
著
者
の
論
説
に
触
れ
た
こ
と
で
︑﹃
古
事
記
﹄
と
い
う
史
書

が
世
に
出
た
意
義
を
改
め
て
学
び
︑
多
大
な
る
刺
激
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
た
︒
特
に
︑﹃
古
事
記
﹄
に
関
す
る
著
者
の
論
説
で
は
︑
今
ま
で
に
先
賢

た
ち
に
よ
っ
て
蓄
積
さ
れ
て
き
た
膨
大
な
研
究
史
に
一
石
を
投
じ
る
よ
う

な
新
し
い
指
摘
で
あ
り
評
価
で
き
る
︒
ま
た
︑
表
題
ど
お
り
﹃
日
本
書
紀
﹄

を
は
じ
め
と
す
る
六
国
史
以
前
の
史
書
を
そ
れ
ぞ
れ
別
々
に
論
じ
ら
れ
る

機
会
は
今
ま
で
に
多
数
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
ま
た
︑
そ
れ
ら
の
史
書

を
ま
と
め
て
検
討
を
行
っ
た
論
考
と
し
て
︑
和
田
英
松
氏
の
﹁
奈
良
朝
以

前
に
撰
ば
れ
た
る
史
書
﹂︵﹃
國
史
説
苑
﹄
所
収
︑
昭
和
十
年
︵
一
九
三
五
︶

初
出
︶
が
あ
げ
ら
れ
る
︒
し
か
し
︑
本
書
の
よ
う
に
一
般
向
け
の
書
籍
と

し
て
ま
と
め
て
論
じ
た
試
み
は
初
め
て
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
本
書
の
内

容
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
︑
最
新
の
研
究
を
わ
か
り
や
す
く
︑
広
く
︑
一
般

読
者
に
も
伝
え
る
意
味
に
お
い
て
︑
学
術
的
価
値
の
高
い
一
冊
で
あ
る
と

確
信
し
て
い
る
︒

し
か
し
︑
評
者
自
身
が
本
書
を
読
み
進
め
る
う
え
で
な
お
論
証
の
面
で

不
十
分
で
は
な
い
か
と
感
じ
た
点
も
あ
っ
た
︒

ま
ず
︑
著
者
は
﹃
古
事
記
﹄
序
文
と
多
人
長
自
身
が
記
述
し
た
﹁
弘
仁

私
記
序
﹂
が
近
似
し
て
い
る
と
か
ね
て
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
た
点
に
注
目

し
︑さ
ら
に
そ
の
指
摘
を
出
発
点
と
し
て
前
述
の
仮
説
を
展
開
し
て
い
る
︒

そ
れ
で
は
な
ぜ
︑
多
人
長
は
﹃
古
事
記
﹄
が
成
立
し
た
年
を
元
明
天
皇
の

和
銅
五
年
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
︒
元
明
天
皇
自
身
が
蘇
我
倉
山
田
石
川
麻

呂
の
孫
だ
か
ら
だ
ろ
う
か
︒
そ
れ
と
も
︑
元
明
天
皇
の
時
代
に
で
き
た
と

す
る
こ
と
に
特
に
意
味
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
お
そ
ら
く
明
確
な
答

え
は
出
な
い
と
考
え
ら
れ
る
︒
し
か
し
︑い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
よ
う
な﹃
古

事
記
﹄
創
出
に
ま
つ
わ
る
新
た
な
説
を
提
示
し
た
以
上
︑
著
者
な
り
の
考

え
は
明
記
し
て
お
く
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
︒

次
に
︑
著
者
は
本
書
の
﹁
あ
と
が
き
﹂
で
﹁
と
く
に
﹃
古
事
記
﹄
に
関

す
る
記
述
に
は
随
所
に
憶
測
が
あ
﹂
る
と
述
べ
て
い
る
︒
た
し
か
に
︑﹃
古

事
記
﹄
を
平
安
時
代
の
人
物
で
あ
る
多
人
長
の
手
に
よ
っ
て
世
に
出
さ
れ

た
と
す
る
著
者
の
仮
説
は
︑﹃
古
事
記
﹄
序
文
が
﹁
弘
仁
私
記
序
﹂
に
近

似
す
る
と
の
指
摘
か
ら
出
発
し
て
論
理
展
開
が
な
さ
れ
て
お
り
︑
史
料
に

よ
る
裏
付
け
が
や
や
不
十
分
だ
と
思
わ
れ
る
︒
評
者
は
歴
史
学
と
は
あ
く

ま
で
文
献
資
料
や
考
古
資
料
を
徹
底
的
に
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
個
々

の
課
題
を
究
明
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
︒
歴
史
学
の
立

場
か
ら
従
来
の
﹃
古
事
記
﹄
研
究
に
一
石
を
投
じ
る
よ
う
な
指
摘
を
行
っ

た
著
者
は
こ
れ
ら
の
仮
説
が
さ
ら
に
説
得
力
を
増
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
︑
ま
さ
に
﹁
一
度
立
て
た
こ
の
旗
を
降
ろ
さ
ず
に
す
む
よ
う
﹂︵﹁
あ
と

が
き
﹂
で
の
こ
と
ば
︶︑
よ
り
多
く
の
史
料
を
用
い
て
検
討
し
て
い
く
こ

と
が
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
︒
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た
だ
︑
評
者
が
浅
学
な
た
め
に
︑
各
紹
介
に
お
い
て
所
々
に
誤
読
や
誤

解
が
あ
り
︑
著
者
の
意
図
を
十
分
に
汲
み
取
れ
て
い
な
い
も
の
と
思
わ
れ

る
︒
著
者
に
は
ご
容
赦
た
ま
わ
り
た
い
︒
ま
た
︑
評
者
の
拙
い
表
現
で
あ

る
が
た
め
に
︑
小
文
を
読
ん
で
い
た
だ
い
て
い
る
諸
賢
に
対
し
て
︑
本
書

の
紹
介
が
上
手
く
伝
わ
っ
て
い
る
か
お
そ
れ
る
ば
か
り
で
あ
る
︒

さ
て
︑
本
書
は
吉
川
弘
文
館
の
歴
史
文
化
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
と
呼
ば
れ
る

叢
書
の
一
冊
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
︒
先
述
の
と
お
り
︑
一
般
向
け
に

平
易
な
言
葉
が
使
わ
れ
て
お
り
研
究
の
現
状
や
著
者
独
自
の
新
た
な
提
起

を
盛
り
こ
み
な
が
ら
も
︑
読
み
や
す
い
本
と
な
っ
て
い
る
た
め
︑
す
べ
て

の
学
徒
に
と
っ
て
古
代
史
書
の
世
界
を
理
解
す
る
う
え
で
有
益
な
内
容
な

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
そ
れ
は
令
和
二
年
︵
二
〇
二
〇
︶
七
月
の
刊
行

後
︑
早
く
も
九
月
に
は
二
刷
が
出
て
い
る
こ
と
か
ら
も
︑
本
書
が
広
い
読

者
層
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒

折
し
も
本
書
が
刊
行
さ
れ
た
令
和
二
年
︵
二
〇
二
〇
︶
は
﹃
日
本
書
紀
﹄

が
撰
上
さ
れ
た
元
正
朝
で
あ
る
養
老
四
年
︵
七
二
〇
︶
か
ら
ち
ょ
う
ど

千
三
百
年
を
迎
え
る
節
目
の
年
に
あ
た
る
︒
近
頃
︑
書
店
に
足
を
運
ぶ
と

﹃
日
本
書
紀
﹄
を
特
集
し
た
本
が
数
多
く
刊
行
さ
れ
て
い
る
の
を
目
に
す

る
︒
し
か
し
︑
こ
の
よ
う
な
節
目
の
時
だ
か
ら
こ
そ
︑﹃
日
本
書
紀
﹄
以

前
に
は
ど
の
よ
う
な
史
書
が
存
在
し
︑
な
お
か
つ
天
武
朝
よ
り
始
ま
る

﹃
日
本
書
紀
﹄
編
纂
事
業
を
前
に
ど
の
よ
う
な
目
的
や
そ
の
意
義
を
持
っ

て
世
に
出
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
か
︑
本
書
を
も
と
に
知
見
を
広
め
る
こ

と
に
よ
っ
て
︑
古
代
に
生
き
た
先
人
た
ち
に
思
い
を
馳
せ
る
よ
す
が
と
な

る
ぜ
ひ
︑
手
に
取
っ
て
ご
一
読
い
た
だ
き
た
い
一
冊
で
あ
る
︒

︵
く
ぼ
た

り
ょ
う
や
・
皇
學
館
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科

博
士
前
期
課
程
国
史
学
専
攻
︶

関
根
淳
著
﹃
六
国
史
以
前

日
本
書
紀
へ
の
道
の
り
﹄︵
久
保
田
︶
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